
幡

（
旗
）

は
た

テ
レ
ビ
は
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
一
色
で
す
。
開
会
式
を
ご
覧
に
な

り
ま
し
た
か
。
各
国
選
手
団
が
自
国

の
国
旗
を
先
頭
に
堂
々
と
入
場
し
ま

し
た
。
ま
た
、
入
賞
し
た
選
手
の
表

彰
式
に
は
、
国
旗
が
掲
揚
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
ハ
タ
は
国
旗
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ン
ボ
ル
、
信
号
、

儀
礼
、
装
飾
と
、
数
多
く
の
種
類
が

あ
り
、
そ
の
用
途
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

仏
教
で
は
、
ハ
タ
と
は
仏
・
菩
薩

の
威
徳
を
表
わ
す
荘
厳
具
で
す
。

イ
ン
ド
の
語
「
パ
タ
ー
カ
」
を
音

写
し
て
「
幡
」
と
書
き
ま
し
た
。
大

法
要
や
説
法
な
ど
の
と
き
に
、
寺
の

境
内
や
本
堂
に
飾
っ
た
も
の
で
、
三

角
形
の
首
部
の
下
に
細
長
い
幡
身

（
ば
ん
し
ん
）
を
つ
け
、
そ
の
下
か

ら
数
本
の
脚
を
垂
れ
た
、
ノ
ボ
リ
の

一
種
で
す
。

こ
れ
に
触
れ
る
と
滅
罪
の
功
徳
が

あ
る
と
か
、
こ
れ
を
作
れ
ば
八
苦
を

離
れ
る
利
益
が
あ
る
な
ど
と
い
わ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。

中
国
で
「
旗
」
と
い
う
と
き
は
、

軍
旗
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

今
で
は
、
す
べ
て
の
ハ
タ
の
総
称
と

な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

で
は
、
何
本
の
日
の
丸
が
上
が
り
ま

す
か
ね（

本
願
寺
出
版
社
発
行

辻
本
敬
順
著

「
仏
教
用
語
豆
辞
典
一
〇
〇

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅱ
」
か
ら
）

今
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
、
二
泊

三
日
で
関
西
に
旅
行
に
行
っ
て
参
り

ま
し
た
。
主
た
る
目
的
は
「
本
願
寺

第
二
十
五
代
専
如
門
主
伝
灯
奉
告
法

要
」
の
団
体
参
拝
で
し
た
。
高
千
穂

組
（
そ
）
か
ら
は
総
勢
百
七
人
が
参

加
。
▼
私
は
法
要
で
本
山
御
影
堂

（
ご
え
い
ど
う
）
の
内
陣
に
結
衆

（
け
つ
し
ゅ
う
）
と
し
て
出
勤
し
ま

し
た
。
お
か
げ
で
普
段
は
御
影
堂
外

陣
か
ら
遠
く
拝
見
し
て
い
た
親
鸞
さ

ま
の
御
真
影
（
ご
し
ん
ね
い
）
を
身

近
に
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
感
激

し
ま
し
た
。
▼
お
つ
と
め
は
本
格
的

な
作
法
に
の
っ
と
て
行
わ
れ
、
事
前

に
練
習
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
い
ざ
、

本
番
に
な
る
と
緊
張
も
あ
り
き
ち
ん

と
で
き
た
か
は
な
は
だ
不
安
で
し
た

が
、
同
じ
く
出
勤
さ
れ
た
方
々
と
同

様
の
行
動
が
で
き
、
何
と
か
無
事
に

つ
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
▼

出
勤
で
き
た
う
え
に
記
念
品
の
中
啓

（
ち
ゅ
う
け
い
）
と
出
勤
手
当
ま
で

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
本
山
の
内
部
に
も
入
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
の
命
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
ご
縁
が
あ
れ
ば
も

う
一
度
出
勤
し
た
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
時
は
、
一
緒
に
参
拝
し

ま
し
ょ
う
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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１ ４

▲ 主（中学生）無きとて春な忘れそ （桜の花ですが・9日撮影）

今月のことば

仏の御名をきくひとは ながく不退にかなうなり
ぶつ み な ふ たい

今月のことばは、親鸞聖人の『浄土和讃』の
わ さん

一首です。阿弥陀さまと浄土の徳について讃嘆
さんだん

されていて、この一節には阿弥陀仏のみ名の功
な く

徳が示されています。
どく

仏のみ名とは南無阿弥陀仏の六字ですから、
な も あ み だ ぶつ

南無阿弥陀仏を聞くということです。お念仏は

自分の口でナンマンダブと称えるので、南無阿
とな

弥陀仏とは称えるものなのですが、それを聞く

と表現するところに浄土真宗のみ教えの特徴が

あります。

阿弥陀さまは、この私を救わずにおかないと

願いをおこされました。その願いとは、『仏説
ぶっせつ

無量寿経』の第十八願に「われに任せよ、わが
む りょうじゅきょう がん

名を称えよ、必ず浄土に生まれさせよう」と、

誓われています。

み名を聞き、南無阿弥陀仏の六字に込められ

た仏の願いを聞いて、そのはたらきの中に生か

されている私であることに気付かされました。

私の口から出てくるナンマンダブは、ともに歩

んでくださる仏の声でありました。そのような

念仏者となったなら、決して迷いの人生を過ご

すことはないということを、「ながく不退にか
ふ たい

なうなり」と示されています。「ながく」とい

うのは、ずっと仏さまとともに歩む人生のこと

をいいます。

今も煩悩具足の凡夫であることに違いはあり
ぼんのう ぐ そく ぼん ぶ

ません。南無阿弥陀仏のこころを聞いたからと

いって、腹を立てることのない聖人君子のよう
せいじん くん し

に立派な人になることができるわけではありま

せん。思い悩みは尽きなくとも、それでも、と

もに歩んでくださる仏さまのはたらきを常に身

近に感じながら過ごす生き方が、念仏者には開

かれているのです。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

下記の日は緊急を除き、仏事は行い
ません。ご協力をお願いします。

◎ ４ 月
１５日（土）午後

～１６日（日）
◎ ５ 月

１４日（日） 終 日
２２日（月） 終 日

◎ ６ 月
１日（木）～２日（金）

２４日（土） 午 後
２５日（日） 終 日

◎ ８ 月
５日（土） 終 日

◎ ９ 月
１４日（木） 終 日

◎ １０月
２１日（土）午後

～２２日（日）

仏事お休みのお知らせ

ホームページ開いてます。
URL http：//konkhoji.jp/

４月８日現在 アクセス数 ７８，９３４人

３月、次の金光寺門信徒の方がご往生な
さいました。謹んでお悔やみ申し上げます。

２０１７年 ３月１２日寂 満９３歳
長 峯 甲 斐 次 男 様
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先
々
月
か
ら
葬
儀
関
連
の
仏
事

で
つ
と
め
る
ご
和
讃
に
つ
い
て
掲

わ

さ
ん

載
し

て
い

ま
す
。

今
月

は
葬

場

そ
う
じ
ょ
う

勤
行
（
葬
儀
）
で
つ
と
め
る
ご
和

ご
ん
ぎ
ょ
う

讃
の
お
示
し
を
皆
さ
ん
と
と
も
に

味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

葬

場

勤

行

そ
う

じ
ょ
う

ご
ん

ぎ
ょ
う

（
原

文
）

本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば

ほ
ん
が
ん
り
き

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

弘
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

く

ど
く

ほ
う
か
い

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

ぼ
ん
の
う

じ
ょ
く
す
い

（
現
代
語
）

本
願
の
は
た
ら
き
に
出
会
っ
た
も
の

ほ
ん
が
ん

で

あ

は
、
む
な
し
く
迷
い
の
世
界
に
と
ど
ま

ま
よ

せ

か
い

る
こ
と
が
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
弘
徳
を
そ

く

ど
く

な
え
た
名
号
は
宝
の
海
の
よ
う
に
満
ち

み
ょ
う
ご
う

た
か
ら

う
み

み

わ
た
り
、
濁
っ
た
煩
悩
の
水
で
あ
っ
て

に
ご

ぼ
ん
の
う

み
ず

も
何
の
分
け
隔
て
も
な
い
。

な
ん

わ

へ
だ

（
原

文
）

如
来

浄
華
の
聖
衆
は

に
ょ
ら
い

じ
ょ
う
け

し
ょ
う
じ
ゅ

正
覚
の
は
な
よ
り
化
生
し
て

し
ょ
う
が
く

け

し
ょ
う

衆
生
の
願
楽
こ
と
ご
と
く

し
ゅ
じ
ょ
う

が
ん
ぎ
ょ
う

す
み
や
か
に
と
く
満
足
す

ま
ん
ぞ
く

（
現
代
語
）

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
聖
者
が
た
は
、

あ

み

だ

ぶ
つ

じ
ょ
う

ど

し
ょ
う
じ
ゃ

さ
と
り
の
花
か
ら
お
の
ず
と
生
れ
、
あ

は
な

う
ま

ら
ゆ
る
願
い
が
速
や
か
に
満
た
さ
れ
る
。

ね
が

す
み

み

葬
場
勤
行
で
は
、
「
正
信
念
仏

し
ょ
う
し
ん
ね
ん
ぶ
つ

偈
」
に
続
き
、
こ
の
二
首
を
つ
と

げめ
ま
す
。

こ
の
二
首
は
『
三
帖
和
讃
』
の

さ
ん
じ
ょ
う

中
「
高
僧
和
讃
」
天
親
讃
に
あ
り

こ
う
そ
う

て
ん
じ
ん

ま
す
。

天
親
と
は
イ
ン
ド
の
菩
薩
さ
ま

で
七
高
僧
の
お
一
人
で
す
。
『
浄

し
ち
こ
う
そ
う

じ
ょ
う

土
論
』
と
い
う
ご
書
物
を
書
か
れ

ど

ろ
ん

ま
し
た
。
で
す
か
ら
ど
ち
ら
の
ご

和
讃
も
『
浄
土
論
』
を
依
り
ど
こ

よ

ろ
と
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
一
首
目
で
す
が
、
「
へ
だ

て
」
と
い
う
語
が
出
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
も
の
を
さ
え
ぎ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
濁
っ
た
水
は
も
の
を

に
ご

透
き
通
す
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
煩
悩
も
私
た

ち
の
視
界
を
さ
え
ぎ
り
、
も
の
を

あ
り
の
ま
ま
に
見
せ
て
く
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
煩
悩
の
濁
水
と
い
わ

れ
ま
す
。
そ
の
煩
悩
が
へ
だ
て
と

な
り
、
私
た
ち
を
生
死
の
苦
海
に

し
ょ
う

じ

く

か
い

沈
め
て
き
た
の
で
す
。

そ
ん
な
私
た
ち
が
阿
弥
陀
如
来

の
本
願
の
は
た
ら
き
に
お
遇
い
す

あ

れ
ば
、
空
し
い
と
き
を
過
ご
す
こ

む
な

と
な
く
、
功
徳
が
身
に
満
ち
て
、

濁
っ
た
水
の
よ
う
な
煩
悩
も
仏
へ

の
妨
げ
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
お

示
し
く
だ
さ
い
ま
す
。

故
人
を
送
る
儀
式
に
あ
た
り
、

私
た
ち
は
「
「
本
願
力
に
遇
う
」

こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
の
で
す
。

二
首
目
、
「
化
生
」
と
い
う
語

が
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、
誕
生

の
仕
方
を
次
の
四
種
に
分
類
し
て

い
ま
す
。

胎

生
…
人
間
の
よ
う
に
母
胎
か
ら

た
い
し
ょ
う

生
ま
れ
る
こ
と

卵

生
…
鳥
等
の
よ
う
に
卵
か
ら
生

ら
ん
し
ょ
う

ま
れ
る
こ
と

湿

生
…
う
じ
虫
な
ど
の
よ
う
に
湿

し
つ
し
ょ
う

気
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
こ

と

化

生

…
神
の
よ
う
に
依
り
ど
こ
ろ

け

し
ょ
う

な
く
忽
然
と
成
人
の
ま
ま

こ
つ
ぜ
ん

生
ま
れ
る
こ
と

こ
の
ご
和
讃
の
「
化
生
」
は
前

記
四
分
類
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

浄
土
で
仏
に
な
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

こ
の
ご
和
讃
は
、
如
来
の
清
ら

か
な
花
の
中
の
聖
な
る
方
々
は
、

さ
と
り
の
花
に
生
ま
れ
で
て
、
あ

ら
ゆ
る
人
々
の
願
う
と
こ
ろ
を
、

即
座
に
備
え
て
い
る
こ
と
を
お
示

し
く
だ
さ
い
ま
す
。

ま
た
、
「
願
楽
」
と
は
願
い
の

こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
の
欲
望
を

満
た
す
よ
う
な
願
い
で
は
な
く
、

衆
生
が
究
極
に
求
め
る
も
の
、
す

し
ゅ
じ
ょ
う

な
わ
ち
、
煩
悩
に
よ
る
生
き
死
に

を
繰

り
返
す

こ
と

が
な

く
な

る

「
無
生
の
生
」
と
い
わ
れ
る
も
の

む

し
ょ
う

し
ょ
う

な
の
で
す
。

お
浄
土
に
救
わ
れ
た
故
人
と
同

様
に
私
た
ち
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
は
た
ら
き
で
「
無
生
の
生
」
の

お
慈
悲
を
賜
わ
れ
る
と
い
た
だ
き

た
い
こ
と
で
す
。

（
和
讃
二
首
の
原
文
・
現
代
語
は
、

紙
面
の
都
合
上
字
体
を
小
さ
く
し
ま
し
た
）
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

徳
大
寺
の
唯
蓮
坊
、
摂
取
不
捨
の
こ
と
わ
り
を
し
り
た
き
と
、

と
く
だ
い

じ

ゆ
い
れ
ん
ぼ
う

せ
っ
し
ゅ

ふ

し

ゃ

雲
居
寺
の
阿
弥
陀
に
祈
誓
あ
り
け
れ
ば
、
夢
想
に
、
阿
弥
陀
の

う
ん

ご

じ

あ

み

だ

き

せ
い

む

そ
う

あ

み

だ

い
ま
の
人
の
袖
を
と
ら
へ
た
ま
ふ
に
、
に
げ
け
れ
ど
も
し
か
と

ひ
と

そ
で

と
ら
へ
て
は
な
し
た
ま
は
ず
。
摂
取
と
い
ふ
は
、
に
ぐ
る
も
の

せ
っ
し
ゅ

を
と
ら
へ
て
お
き
た
ま
ふ
や
う
な
る
こ
と
と
、
こ
こ
に
て
思
ひ

お
も

つ
き
た
り
。
こ
れ
を
引
き
言
に
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。

ひ

ご
と

お
お

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
五
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

徳
大
寺
の
唯
蓮
坊
が
「
摂
取
不
捨
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
知

と
く
だ
い

じ

ゆ
い
れ
ん
ぼ
う

せ
っ
し
ゅ
ふ

し

ゃ

し

り
た
い
と
思
っ
て
、
雲
居
寺
の
阿
弥
陀
仏
に
祈
願
し
ま
し
た
。
す
る
と
、

お
も

う
ん

ご

じ

あ

み

だ

ぶ
つ

き

が
ん

夢
の
中
に
阿
弥
陀
仏
が
現
れ
て
、
唯
蓮
坊
の
衣
の
袖
を
し
っ
か
り
と
と

ゆ
め

な
か

あ

み

だ

ぶ
つ

あ
ら
わ

ゆ
い
れ
ん
ぼ
う

こ
ろ
も

そ
で

ら
え
、
逃
げ
よ
う
と
し
て
も
け
っ
し
て
お
放
し
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ

に

は
な

そ
う
で
す
。
こ
の
夢
に
よ
っ
て
、
摂
取
と
い
う
の
は
、
逃
げ
る
も
の
を

ゆ
め

せ
っ
し
ゅ

に

と
ら
え
て
放
さ
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
気
づ
い
た
と
い
い
ま
す
。

は
な

き

蓮
如
上
人
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
例
に
引
い
て
お
話
し
に
な
り
ま
し
た
。

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

れ
い

ひ

は
な

２３

葬
儀
と
和
讃

③

法事日時について

法事の日時について、ご連絡をい

ただいた順に日程を決めています。

希望の日時がありましたら、早目に

ご連絡ください。

なお、年回忌法要はお命日を過ぎ

てつとめても大丈夫です。

初盆会の日程について

毎年、初盆会はご連絡を頂いた順に日程を決めて

います。本年初盆をお迎えするお宅で、時間を決め

て法要後のお斎をお考えのところは早目にご連絡く
とき

ださい。

なお、下記は日程が決まっています。

記

8月13日 10時、11時、12時、13時、14時

8月14日 11時、12時、15時


